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シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
と
ア
メ
リ
カ
・
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽

川　

本　

聡　

胤

シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
ア
メ
リ
カ
に
亡
命
し
た
と
は
い
え
、
ア
メ
リ
カ
の

ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
に
は
あ
ま
り
関
心
を
も
た
な
か
っ
た
。
彼
は
む
し
ろ
、

自
ら
が
偉
大
な
る
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
音
楽
の
醍
醐
味
を
深
く
味
わ

え
る
だ
け
の
専
門
的
な
訓
練
を
受
け
て
き
た
こ
と
に
、
強
い
誇
り
を
抱
い

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
、
民
俗
音
楽
や
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
と

い
っ
た
そ
の
他
の
音
楽
は
、
特
に
訓
練
も
す
る
こ
と
な
し
に
誰
で
も
楽
し

め
る
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
彼
に
と
っ
て
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽

の
価
値
は
芸
術
音
楽
の
そ
れ
と
同
等
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
1
。

そ
う
し
た
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
自
身
の
好
み
の
問
題
と
は
裏
腹
に
、

一
九
五
〇
年
代
以
降
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
ア
メ
リ
カ
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・

ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
た
ち
の
間
で
、
十
二
音
音
楽
の
作
曲
家
と
し
て
知
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
2
。
と
い
っ
て
も
、
彼
ら
が
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
に
つ
い

て
の
正
確
な
歴
史
的
知
識
を
得
た
わ
け
で
は
な
い
。
事
実
、
彼
ら
の
多
く

は
、
そ
も
そ
も
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
が
ま
だ
生
き
て
い
る
の
か
ど
う
か
す
ら

知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
彼
ら
は
、
十
二
音
技
法
と
は
何
か
に

つ
い
て
も
、
正
確
な
知
識
を
得
た
わ
け
で
は
な
い
。
な
の
で
中
に
は
、
な

ぜ
ほ
と
ん
ど
の
音
楽
と
い
う
音
楽
で
は
、
曲
の
は
じ
め
か
ら
終
わ
り
ま
で

の
間
に
十
二
個
全
て
の
音
が
使
わ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
特
定
の
音

楽
だ
け
が
十
二
音
音
楽
と
呼
ば
れ
る
の
か
、
わ
か
ら
な
か
っ
た
者
も
少
な

く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
そ
れ
で
も
十
二
音
音
楽
と
は
何
か
に
つ
い
て
も
っ
と
知
ろ

う
と
努
め
た
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
も
多
少
は
い
た
。
例
え
ば
音
大
卒
の
ミ
ュ

ー
ジ
シ
ャ
ン
や
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
畑
の
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
に
話
を
聞
い
て

み
た
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
も
い
た
し
、
中
に
は
さ
ら
に
進

ん
で
、
書
店
に
赴
き
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
﹃
様
式
と
思
想
︵Style an

d
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︶
を
あ
る
程
度
読
ん

で
み
た
者
も
い
る
。
彼
ら
は
そ
こ
に

書
か
れ
て
い
る
以
上
の
こ
と
は
恐
ら

く
学
ん
で
い
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
で

も
本
書
の
読
後
、
他
の
ミ
ュ
ー
ジ
シ

ャ
ン
た
ち
と
そ
の
知
識
を
共
有
す
る

こ
と
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
必
然
的
な
結
果
が
、
一
部
の

ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
に
お
け
る
十
二
音

技
法
の
導
入
で
あ
る
。
そ
れ
は
必
ず

し
も
洗
練
さ
れ
た
技
法
に
よ
る
も
の

で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
の
中
に
、
十
二
音

技
法
が
導
入
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
自

体
は
、
様
式
史
的
観
点
か
ら
言
っ
て
、

と
て
も
重
要
で
あ
る
。
以
下
、
二
つ

ほ
ど
例
を
紹
介
し
よ
う
。

一
つ
目
の
例
は
、
著
名
ジ
ャ
ズ
・

ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・

コ
ル
ト
レ
ー
ン
の
一
九
六
一
年
作
、

﹁
マ
イ
ル
ス
・
モ
ー
ド
﹂
と
い
う
曲

で
あ
る
。
譜
例
１
に
は
、
こ
の
曲
の

冒
頭
部
分
の
サ
ッ
ク
ス
旋
律
が
抜
粋

さ
れ
て
い
る
の
で
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

譜
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
原
型
の
十
二
音
列
は
最
初
の
二
小
節
に
提

示
さ
れ
て
い
る
。
続
く
二
小
節
で
は
そ
の
逆
行
形
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
第
六
小
節
か
ら
は
、
音
楽
が
調
性
的
に
な
る
。
こ
こ
で
は
ハ
短
調

を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
ハ
短
調
と
い

う
調
は
、
原
型
音
列
の
冒
頭
部
分
に
対
応
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
音
列

の
最
初
の
八
つ
の
音
が
明
ら
か
に
、
ハ
短
調
を
示
し
て
い
る
の
だ
。
コ
ル

ト
レ
ー
ン
は
、
も
と
も
と
音
列
の
冒
頭
部
分
を
こ
う
し
て
調
性
的
に
す
る

こ
と
を
意
図
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
す
れ
ば
こ

の
よ
う
に
、
音
楽
全
体
を
よ
り
徹
底
し
た
ハ
短
調
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

か
ら
だ
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
コ
ル
ト
レ
ー
ン
は
、
十
二
音
に
よ
る
音
列
と
い
う

も
の
が
自
作
品
の
導
入
部
分
に
使
え
る
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
。
音
列
が
何

ら
か
の
調
性
的
傾
向
を
示
し
て
い
て
、
し
か
も
そ
の
調
性
が
曲
全
体
の
調

性
に
一
致
し
て
い
る
限
り
、
曲
の
中
に
調
性
的
な
一
貫
性
を
組
み
込
む
こ

と
が
で
き
る
か
ら
だ
3
。

も
う
一
つ
の
例
は
、
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ヴ
・
ロ
ッ
ク
の
キ
ー
ボ
ー
デ
ィ
ス

ト
、
キ
ー
ス
・
エ
マ
ー
ソ
ン
に
よ
る
一
九
七
七
年
作
品
、﹁
ピ
ア
ノ
協
奏

曲
第
一
番
﹂
で
あ
る
。
エ
マ
ー
ソ
ン
は
イ
ギ
リ
ス
人
だ
が
、
一
九
七
〇
年

代
初
頭
以
降
、
イ
ギ
リ
ス
の
み
な
ら
ず
ア
メ
リ
カ
で
も
精
力
的
に
活
動
し

て
き
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
・
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
史
の
中
で
強
い
存
在
感
を

示
し
て
き
て
い
る
人
物
で
も
あ
る
。
ま
た
こ
の
曲
は
お
そ
ら
く
、
ロ
ッ

ク
・
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
に
よ
る
史
上
初
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
で
あ
る
。

譜例 1: ジョン・コルトレーン, “Miles Mode” （1961） 冒頭
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こ
の
曲
で
は
、
第
一
楽
章
冒
頭
に
、
十
二
音
に
よ
る
セ
ク
シ
ョ
ン
が
現

れ
る
。
譜
例
2a
は
そ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
冒
頭
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る
。
こ
こ
に

示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
は
ま
ず
、
音
列
の
原
型
を
提
示
す
る
。
こ

こ
で
﹁
P - 0
﹂
と
示
さ
れ
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
P
は
原
型
︵p

rim
e 

fo
rm

︶
の
略
、
0
は
移
置
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
さ
す
。
次

に
彼
は
、
こ
の
原
型
最
後
の
二
音
と
重
ね
る
形
で
、
逆
行
形
を
提
示
す
る
。

こ
れ
は
R–0
と
示
さ
れ
て
い
る
。
R
は
逆
行
︵retro

grad
e

︶
の
略
で
あ
る
。

さ
ら
に
次
に
は
、
転
回
形
お
よ
び
逆
行
転
回
形
が
提
示
さ
れ
る
。
こ
れ
ら

は
そ
れ
ぞ
れ
、
I–0
、

RI–0
で
示
さ
れ
て
い
る
。
I
は
転
回
形
︵in

versio
n

︶

の
略
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
P–0
が
戻
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

エ
マ
ー
ソ
ン
は
こ
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
音
列
の
組
み
合
わ
せ
を
、
全
体

と
し
て
フ
ー
ガ
の
主
題
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
。
譜
例
2b
は
、
そ
の
扱
い

を
図
式
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
、
彼
は
こ
の
主
題
を

提
示
し
た
後
、
第
十
小
節
よ
り
そ
の
全
体
を
完
全
四
度
移
置
し
て
提
示
し

て
い
る
。
ま
さ
に
フ
ー
ガ
の
応
答
の
よ
う
な
扱
い
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
応
答
が
、
移
置
さ
れ
て
い
な
い
原
型
音
列
に
よ
る
対
主
題
で

伴
奏
さ
れ
て
い
る
。
第
十
八
小
節
に
な
る
と
、
主
題
が
回
帰
す
る
。
今
度

は
部
分
的
に
P–0
を
用
い
た
新
た
な
伴
奏
声
部
を
伴
う
。
そ
し
て
第
二
十
五

小
節
に
な
る
と
、
応
答
が
対
主
題
と
部
分
的
な
主
題
と
と
も
に
回
帰
す
る
。

こ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
以
降
は
、
曲
は
最
後
ま
で
、
ほ
ぼ
調
性
的
と
な
る
。
こ

の
セ
ク
シ
ョ
ン
は
全
体
と
し
て
イ
ン
ト
ロ
的
な
役
割
を
も
果
た
す
の
で
、

曲
の
全
体
は
ほ
ぼ
調
性
的
で
あ
る
4
。

こ
の
エ
マ
ー
ソ
ン
の
曲
に
し
て
も
、
あ
る
い
は
さ
き
に
示
し
た
コ
ル
ト

譜例 1: ジョン・コルトレーン, “Miles Mode” (1961) 冒頭譜例 2: キース・エマーソン, 「ピアノ協奏曲第１番」冒頭部

a.

b.
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レ
ー
ン
の
曲
に
し
て
も
、
十
二
音
列
の
響
き
が
曲
の
冒
頭
部
分
で
明
ら
か

に
聞
き
と
れ
る
。
し
か
も
そ
の
響
き
は
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
の
通
常
の
語

法
で
は
生
み
出
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
曲
の
冒

頭
部
分
に
は
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
の
聴
き
手
の
耳
に
は
馴
染
み
の
な
い
現

代
音
楽
風
の
雰
囲
気
が
漂
い
、
曲
に
い
わ
ば
非
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
的
な
性

格
が
加
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

十
二
音
列
に
よ
る
現
代
音
楽
風
の
響
き
が
加
わ
っ
た
ア
メ
リ
カ
・
ポ
ピ

ュ
ラ
ー
音
楽
の
例
は
、
こ
れ
ら
二
曲
だ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ジ

ャ
ズ
の
巨
匠
と
、
ロ
ッ
ク
・
ス
タ
ー
と
に
よ
る
こ
れ
ら
の
曲
は
、
ジ
ャ
ズ

や
ロ
ッ
ク
と
い
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
、
後
続
世
代
に
強
い
影
響
を

与
え
た
か
ら
だ
。
そ
し
て
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
の
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
・
ロ

ッ
ク
・
バ
ン
ド
、ech

o
lyn

の
よ
う
に
、
若
手
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
中
に
も

十
二
音
技
法
を
自
作
品
の
中
に
取
り
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
が
い
る

の
で
あ
る
5
。

以
上
の
こ
と
か
ら
言
え
る
の
は
、
確
か
に
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
に
お
い
て

十
二
音
技
法
が
曲
の
主
た
る
特
徴
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
多
く
は
な

い
に
し
て
も
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
が
ア
メ
リ
カ
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
に
何

ら
か
の
影
響
は
与
え
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、
彼
の
死
後
、

半
世
紀
以
上
が
た
っ
た
今
に
い
た
る
ま
で
、
十
二
音
技
法
は
、
ア
メ
リ

カ
・
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
で
と
き
お
り
用
い
ら
れ
て
お
り
、
今
日
ま
す
ま
す

曖
昧
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
と
芸
術
音
楽
と
の
境
界
線
を
よ

り
一
層
曖
昧
化
し
て
い
く
こ
と
に
、
一
役
買
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
恐
ら

く
今
後
は
、
ア
メ
リ
カ
だ
け
で
な
く
、
日
本
を
含
む
諸
外
国
で
も
、
シ
ェ

ー
ン
ベ
ル
ク
の
音
楽
が
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
に
、
そ
う
い
っ
た
意
味
で
の
影

響
を
及
ぼ
し
続
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

註１  

芸
術
音
楽
と
民
俗
音
楽
と
の
違
い
に
関
す
る
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の

議
論
は
、 “Fo

lk-M
u

sic an
d

 A
rt-M

u
sic”

と
題
す
る
彼
の
エ
ッ
セ
イ

︵1975, p
p

. 167–169

︶
に
見
ら
れ
る
。

２	

十
二
音
技
法
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
作
曲
家
は
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
他

に
も
、ウ
ェ
ー
ベ
ル
ン
や
ベ
ル
ク
、さ
ら
に
は
ダ
ラ
ピ
ッ
コ
ラ
や
バ
ビ
ッ

ト
な
ど
、
数
多
く
存
在
す
る
が
、
中
で
も
特
に
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
名

が
ア
メ
リ
カ
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
の
間
で
広
く
知
ら
れ

て
い
た
。
そ
し
て
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
以
外
の
十
二
音
作
曲
家
の
名
前

は
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
の
間
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

３  

コ
ル
ト
レ
ー
ン
の
こ
の
曲
に
つ
い
て
は
、B

ro
w

n
 1975 

で
も
触
れ

ら
れ
て
い
る
。

４  

エ
マ
ー
ソ
ン
の
こ
の
曲
に
関
す
る
よ
り
詳
細
な
議
論
に
つ
い
て
は
、

拙
著
博
士
論
文
︵K

aw
am

o
to

 2006

︶
を
参
照
。

５  
ech

o
lyn

 

と
い
う
バ
ン
ド
に
関
す
る
分
析
的
論
考
と
し
て
、C

o
vach

 

2000 

を
参
照
。

引
用
文
献

C
o

vach
, Jo

h
n

. 2000. “Ech
o

lyn
 an

d
 A

m
erican

 P
ro

gressive R
o

ck.” 
C

o
n

tem
p
o
ra

ry M
u

sic R
eview

, 18/4. p
p

. 13
–61.





267

シェーンベルクとアメリカ・ポピュラー音楽

B
ro

w
n

, R
o

b
ert L. 1975. “C

lassical In
fl

u
en

ce o
n

 Jazz.” Jo
u

rn
a

l 

o
f Ja

zz Stu
d
ies. p

p
. 19

–35

K
aw

am
o

to
, A

k
itsu

gu
. 2

0
0

6
. “Fo

rm
s o

f In
tertex

tu
ality: K

eith
 

E
m

erso
n

’s D
evelo

p
m

en
t as a ‘C

ro
sso

ver’ M
u

sician
.” P

h
.D

. 
D

issertatio
n

. U
n

iversity o
f N

o
rth

 C
aro

lin
a, C

h
ap

el H
ill.

Sch
o

en
b

erg, A
rn

o
ld

. 1
9

7
5

. Style a
n

d
 Id

ea
: Selected

 W
ritin

gs 

o
f A

rn
o
ld

 Sch
o
en

b
erg.  Ed

. Leo
n

ard
 Stein

.  T
ran

s. Leo
 B

lack.  

B
erkeley: U

n
iversity o

f C
alifo

rn
ia P

ress.


